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学習指導 に お け る 視聴覚教材 の効 果に つ い て

　　　 （昭 和 35年度総合研究）
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　　村 冂］宏 雄（東洋大） 犬川信明（東京女 子 大 ）

　　多 湖　 輝（千 葉 火 ）　○高桑康雄 （国 学 院 大 ）

○最上太門（国立教育研）　富 田　悟（科 学 警 察 研 ）

　　高橋 　勉（早稲 田 大）

　 工　児童 の 概念構成に お け る教材映 画 の 効果に つ い て

　　
一 「流れ作業 」 を 例 と して

　 教材映画視聴 前の 導 入 過程 の 差異 に よつ て，同一
の 教

材映画 を 視聴 した 際 に ，児童 の 概念構成に ど の よ うな変

化 が 見 られ る か を 突証 し よ うと意 図 した。

　 そ こ で ，小学校 5 年 の 児 童 4 学級 に 対 し て ，
a 需要導

入 群 ， b材料導入群，　 c 生 産導入群，　 d 流れ作業導入 群

に 分 け て 20分 間 の 話 し合 い を し，社会科教材 映 画 「自動

車
一

組 み 立 て
一一を 見せ た 。そ の 前後に 二流 れ 作業」 の

説明を作文形式で 書 か せ た 。 こ れ を ， 流れ作業の 要素
一

A 組立 て ，B 連搬 ，
　 C 分業，　 D 大量 生 産 の 各要 素 が ど の

よ うに 敍 述 され て い る か と い う見地 か ら分析比 較 し た。

　 そ の 結果は 次 の とお りで あ る 。 視聴後 に お い て は ， 各

群 と も流れ作業 の 要素 の い ずれ か を お さ え て い る 者が 増

加 し て い る。教 材映 画 視 聴 の 効 果 は あ つ た と考 え て よい

で あろ う。しか し，各群 と も，ABCD の 4要 素 と も完全

に と らえて 敍述 し て い る者 は 皆無 で あ る。こ うし た 傾向

は 各群 と も共通 し て い る の で ，導入 過程 の 差 異 に よ る概

念構成 の 変化 と い う点 で は 明 らか な差 は 認 め られ な い
，

　 皿 　 r流 れ 作 業」 に 関 す る経 験 の 有無 と 概念構成 の

　　 差異

　 「流れ作業一1の 学 習 に AV 教材を 利用 し よ う とす る と

き，テ レ ビ等 に よ つ て な ん らか の 予 備
「
［勺知 識を え られ る

経 験 を もつ 者 と もた な い 者 と で 理 解 の 程度 ， 内容が 異 な

るか を 検討した 。 4 つ の 型 の 導入 に つ づ く教材映画 の 上

映前後 の 作文体 テ ス トの 解答 を，無答 お よ び誤答， 1流

れ作業」 の 4 要素 （部 品 一全 体 組 立 と，物 の 一定 順 序 で

の 移動，分業 ， 大量 生 産） の 1 つ の 指摘，同 じ く 2 つ 以

圭 の 指摘 ， の 3類型 に わ け て 考察す る と ，事前経験 を も

つ 者 は，もた な い 者 に 比 べ て 無 答 お よ び 誤 答が 少 な い 傾

向を もち，AV 教 材 に よ る 理 解 の 深 ま り も大 き い 。 ま

た ，要 素的 に は ， 男子 で は 「物の 移動」，　女子で は E映

後 「分業 」 が 多く指摘され る 。 しか し ， 経験 の 有無が概

念構成 に 決定的差 異 を 与 え る こ と は 認 め られ な か っ た 。

教材映画 「軌跡の 考え 方 二 の 学 習 効果

田 中 正 吾 （大 阪 大 ）

目的 1）軌跡を映画 で やつ た ときの 効果測 定。

　　 2） 映 画の 利用方法 の 相違 に よ る効果 の ち が い 。

　　 3）教育方法 の 相違 に よ り， レ デ イ ネ ス ・学習過程

　　　　 ・学習効果の 相互関連 が ど うち が うか 。

方法　教材映画を 製作 し，知能分布，学習成績 と 知能 と

の 相関等を 等 し くする ，高校 1年 の 3 組に 実施 。

　 D 組　従来 の 教科書中心

　 E 組 教科書 と しめ くくりに 映画 2 回

　 F 組 　映 画 と し め くく りに 映画 2 「可

実験 の 結果　1）　直後 の テ ス トで は 3者差な し 。 2 ヵ 月

後，F の 方 が D よ りす ぐれ て い る。

2）　D と E の 成績 は 知能 と あ ま り相関が な い が，F の 成

績 は ， 知能 と相関があ り，
レ デイ ネ ス 学習過程，学習効

果 の 関速 に も相違が 見 られ る。

3）　 こ の 映 画 は ，し め くくり よ り，教育 過 程 の 中心 部 で

利 用 した 方が有効で あ る 。

児童生 徒 の 映画 観

小 倉 喜 久 （山 梨大）

　 甲府市内小 。中学生 484名に ，映 画 と 不 良 化，観覧制

限 ，悪 い 映 画 ， 文部省選 定，映 画 の 観方 ，映画へ の 注文 ，

映 画 と 勉強，映画教室 ， 教育映画 ， 観覧後の 気 詩 ，計10

項 に つ い て ，多肢選択法で 意見を問 い ，こ れ を映 画 の 好

き （L ）ふ つ うお よ び 嫌 い （ND ）， 映 画 を 見 る 回 数 の

多少 （A ，B ）マ ス ・メ デ ィ ア 中 の 映画を 好 む 順位 （1，

W ）の 3 つ の 基準 で 各 2 群 を と り，意見差 の 考察 を し

た。全 体 的 に 2 ，3 問の よ 5に 児童 の 欲求 に 密接 な 問 題

に お い て は 両 群 の 差は 明 らか で あつ た が，5 ， 9 で は 差

が な く，映 画 の 観方 の 均
一一

性 と ， 教育映画 の 代替的価値

の 少 な い こ と を 示 し た 。男 子 は 女子 よ りも多 くの 項 目に

お い て ，両 群間 の 差 を 見 て い る が，女 子 の 差 は 7 で 目立

つ た。小
・
中学生 間の 意見差は 著 しか つ た が ， 両 群間 の

差 は 他 と 同 じ く，そ の 実態 に 照 ら し て ，自己 防 衛 に 傾 く

問題 に み ら れ た が，小学生 よ りも態度の 影響 は 少 な か つ

た。

Television −flicker に よ る

　 　 　 　皿 uss 　experiment の 試 み

苧 　阪 　良 　．1 （京 都 大 ）

　 TV の 教 育 性 を 高め ，ます ます緊 張 度 を 高 め て い る 近

代人の 精神衛生 に
一

指標 を 与 え ん もの と，TV 放送 に よ

る精神疲労測定法を案出 して ， そ の 可能性 を実験 し た 。

　MBS − TV 局 に よ り光帯移動型 輝度 自動変調の 類 ブ

リ ッ カ ー送像装置が 作 られ，ζれ を 用 い て ，正 統的 ブ リ

ッ カ ー測定法 と 対比 しつ つ
， 家庭 で 精神疲 労 の 測 定が で
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